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こ
れ
ま
で
の
日
本
の
婦
人
は
、
よ
ろ
こ
び
も
悲
し
み
も
自
分
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
と
し
て
孤
立
し
て
生
き

て
来
た
。
そ
う
い
う
生
活
を
、
も
っ
と
ひ
ろ
い
社
会
の
動
き
の
中
に
解
放
し
て
婦
人
の
生
活
を
明
る
く
つ

よ
く
創
造
の
力
に
み
ち
た
も
の
に
し
て
ゆ
く
と
共
に
日
本
の
民
主
社
会
の
健
全
な
生
長
の
た
め
に
協
力
し

た
い
と
い
う
の
が
、
婦
人
民
主
ク
ラ
ブ
の
初
め
か
ら
の
希
望
で
あ
る
。

　
僅
か
七
八
人
の
小
さ
い
集
り
と
し
て
発
足
し
て
か
ら
半
年
ほ
ど
経
っ
た
今
日
は
、
全
国
に
数
百
人
の
ク

ラ
ブ
員
が
で
き
、
婦
人
民
主
新
聞
が
発
刊
さ
れ
る
手
筈
に
な
っ
た
し
、
秋
か
ら
ク
ラ
ブ
と
特
別
な
関
係
を

も
つ
雑
誌
も
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
私
た
ち
が
ま
だ
未
熟
で
、
ク
ラ
ブ
と
し
て
の
運
営

の
形
も
十
分
と
と
の
い
き
れ
な
い
う
ち
に
、
日
本
の
社
会
の
事
情
は
目
ま
ぐ
る
し
く
前
進
し
た
。
そ
し
て
、

本
当
に
婦
人
た
ち
の
自
発
的
な
気
も
ち
か
ら
生
れ
た
婦
人
団
体
と
い
う
も
の
が
日
本
に
殆
ど
な
い
た
め
に
、

新
し
い
日
本
建
設
の
一
つ
の
要
素
と
し
て
多
方
面
の
接
触
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。

　
こ
の
事
情
は
、
ク
ラ
ブ
の
社
会
的
な
存
在
意
義
と
い
う
も
の
を
、
い
つ
と
は
な
し
く
っ
き
り
と
彫
り
出

し
て
来
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
益
々
い
ろ
い
ろ
な
文
化
団
体
と
の
連
繋
も
ふ
え
、
活
動
の
面
も
ふ
え
、
若
い

新
鮮
な
ク
ラ
ブ
員
の
能
力
が
十
分
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
う
れ
し
い
こ
と
だ

と
思
う
。
そ
れ
に
つ
け
て
私
た
ち
ク
ラ
ブ
員
は
、
一
つ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
理
解
し
て
お
い
て
い
ろ
い
ろ

3



の
場
合
ク
ラ
ブ
と
し
て
の
処
置
や
判
断
を
誤
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
私
た
ち
は
何
は
と
も
あ
れ
婦
人
民

主
ク
ラ
ブ
員
な
の
だ
か
ら
、
日
本
の
今
日
の
民
主
主
義
の
歴
史
的
な
性
質
、
方
向
な
ど
に
つ
い
て
、
簡
単

な
が
ら
間
違
い
な
い
理
解
を
も
っ
て
い
た
方
が
便
利
だ
ろ
う
。

　
今
日
、
世
界
に
は
三
つ
の
民
主
主
義
が
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
、
新
民
主
主
義
、
社
会
主
義
的

民
主
主
義
。
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
諸
国
は
、
歴
史
の
歩
み
の
う
ち
に
す
っ
か
り
封
建
的

な
も
の
を
す
て
去
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
国
家
で
あ
り
、
日
本
、
中
国
等
は
現
在
新
民
主
主
義
の
段
階
に

あ
る
し
、
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
は
、
社
会
主
義
的
民
主
主
義
の
社
会
を
も
っ
て
い
る
。

　
新
民
主
主
義
の
社
会
と
い
う
の
は
一
つ
の
歴
史
の
時
期
の
上
に
、
二
様
の
歴
史
の
発
展
の
波
が
う
ち
よ

せ
て
い
る
よ
う
な
中
国
や
日
本
の
、
今
日
よ
り
明
日
へ
の
姿
で
あ
る
。
経
済
、
政
治
す
べ
て
に
封
建
の
力

が
つ
よ
く
支
配
し
て
い
て
、
そ
れ
を
出
来
る
だ
け
早
く
と
り
の
ぞ
き
、
ま
ず
近
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主

義
を
完
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
中
国
、
日
本
な
ど
の
歴
史
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
十
八

世
紀
、
十
九
世
紀
の
間
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
を
完
成
し
た
市
民
社
会
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
階
級
と

し
て
の
確
立
が
な
か
っ
た
。

　
日
本
で
は
明
治
維
新
以
来
次
第
に
銀
行
資
本
と
産
業
資
本
の
結
合
し
た
独
占
資
本
の
形
は
発
達
し
た
が
、

生
産
の
格
式
は
お
く
れ
た
半
封
建
の
中
小
企
業
を
基
礎
と
し
、
軽
工
業
を
基
礎
と
し
、
植
民
地
賃
銀
と
い
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わ
れ
る
低
賃
銀
で
男
女
の
勤
労
者
を
働
か
し
て
来
た
。
土
地
の
関
係
も
徳
川
時
代
と
変
り
な
い
地
主
小
作

の
関
係
が
つ
づ
き
、
年
貢
を
米
、
麦
等
現
物
で
お
さ
め
、
耕
作
方
法
も
機
械
化
さ
れ
て
い
な
い
。
今
日
ま

で
の
政
治
で
、
一
般
人
民
が
ど
ん
な
に
無
権
利
で
あ
っ
た
か
を
思
い
出
せ
ば
、
日
本
に
近
代
市
民
社
会
の

無
か
っ
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
ほ
ん
の
一
握
り
の
大
地
主
、
財
閥
が
封
建
的
に
支
配
し
て
来
た
が
、
そ

の
権
力
は
日
本
の
経
済
、
政
治
を
民
主
化
さ
せ
る
実
力
を
も
た
ず
、
己
の
利
益
の
た
め
に
侵
略
戦
争
を
ひ

き
起
し
、
日
本
を
破
壊
し
た
。

　
日
本
を
不
幸
に
し
た
特
権
者
の
封
建
支
配
よ
り
す
べ
て
の
日
本
国
民
を
解
放
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主

義
を
完
成
す
る
能
力
を
も
つ
も
の
は
、
今
日
日
本
の
人
民
の
多
数
を
占
め
る
男
女
勤
労
者
で
あ
り
、
勤
労

階
級
で
あ
る
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
十
七
、
八
世
紀
頃
よ
り
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
階
級
と
し
て
民
主
化
の
遂
行
者
と

し
て
現
れ
、
市
民
社
会
を
つ
く
り
、
そ
の
任
務
を
つ
く
し
た
。
日
本
で
は
、
き
の
う
ま
で
半
封
建
で
、
急

に
民
主
化
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
歴
史
の
二
世
紀
ほ
ど
が
飛
ん
で
、
す
ぐ
、
日

本
の
近
代
民
主
化
の
遂
行
者
が
勤
労
階
級
し
か
な
い
現
実
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
お
く
れ
た
国
の
歴

史
は
或
る
時
期
に
飛
躍
す
る
。
そ
れ
が
現
実
で
あ
る
。

　
順
序
を
ふ
ん
で
民
主
化
が
行
わ
れ
た
国
で
あ
れ
ば
勤
労
階
級
が
主
体
と
な
っ
て
進
む
民
主
主
義
は
社
会
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主
義
的
民
主
主
義
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
が
中
国
、
日
本
は
、
そ
う
で
な
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
独
裁
の
民
主
主

義
で
も
な
く
、
さ
り
と
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
の
民
主
主
義
で
も
あ
り
得
な
い
中
国
、
日
本
の
今
日
よ
り

明
日
へ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
、
新
民
主
主
義
と
呼
ぶ
わ
け
で
あ
る
。

　
封
建
の
し
き
た
り
と
無
権
利
と
に
苦
し
ん
で
い
た
勤
労
大
衆
、
中
産
階
級
、
知
識
人
、
婦
人
な
ど
の
生

活
は
実
に
こ
の
勤
労
階
級
を
主
軸
と
し
て
進
展
す
る
日
本
の
新
民
主
主
義
の
完
成
が
な
け
れ
ば
、
幸
福
は

決
し
て
約
束
さ
れ
な
い
。
婦
人
の
解
放
な
ど
は
実
現
し
な
い
。

　
婦
人
民
主
ク
ラ
ブ
は
、
日
本
の
歴
史
の
特
長
に
よ
っ
て
新
民
主
主
義
を
完
成
す
る
の
が
日
本
人
の
真
面

目
な
唯
一
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
全
日
本
婦
人
大
会
と
い
う
も
の
が
神
近
市
子
氏
、
深
尾
須
磨
子
氏
、
平
林
た
い
子
氏
に
よ
っ
て
提
案
さ

れ
、
ク
ラ
ブ
員
が
個
人
と
し
て
招
待
さ
れ
た
と
き
、
婦
人
民
主
ク
ラ
ブ
が
、
そ
う
い
う
種
類
の
会
の
成
立

に
反
対
し
た
こ
と
は
、
右
の
よ
う
な
客
観
的
理
由
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
真
の
民
主
化
の
た
め
に
、
保
守
反
動
の
旧
勢
力
を
代
表
す
る
婦
人
代
議
士
ま
で
を
こ
め
た
一
握

り
の
婦
人
を
鼓
舞
す
る
た
め
に
、
三
十
も
の
労
働
組
合
の
婦
人
部
を
動
員
す
る
な
ど
と
い
う
方
法
は
、
日

本
の
民
主
化
の
歴
史
の
逆
転
で
あ
る
。
救
国
民
主
連
盟
の
提
案
は
、
大
衆
運
動
部
の
組
織
に
よ
っ
て
、
労

働
組
合
の
本
来
の
性
質
を
歪
め
る
危
険
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
案
が
労
働
組
合
の
不
賛
成
で
停
頓
し
た
こ
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と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
婦
人
運
動
の
時
代
は
、
日
本
の
新
民
主
主
義
の
段
階
の
到
来
と
と
も

に
去
っ
て
、
再
び
か
え
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
婦
人
民
主
ク
ラ
ブ
は
こ
れ
か
ら
も
様
々
の
場
合
に
め
ぐ
り
合
う
こ
と
だ
ろ
う
。
全
ク
ラ
ブ
員
が
、
日
本

の
今
日
の
歴
史
が
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
、
ク
ラ
ブ
の
民
主
主
義
に
対
す
る
純
潔
な
立
場
と
を
心
か
ら
会

得
し
て
い
れ
ば
、
益
々
日
本
の
た
め
、
婦
人
の
た
め
に
た
の
も
し
い
一
つ
の
つ
つ
ま
し
い
存
在
と
な
っ
て

ゆ
け
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
六
年
八
月
〕
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